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層

琴特別展の図録には、今回展示した行列図の全画像

を網羅して掲載しています。興味のある方は、ぜひお

買い求めください。当館受付にて1冊1,000円で販売し
ています。
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ち
ｌ
津
山
藩
松
平
家
の
行
列
図
よ
り
ｌ

昨
年
秋
の
特
別
展
は
、
当
館
に
あ
る
津
画
像
が
よ
く
紹
介
さ
れ
ま
す
。
あ
ま
り
に

山
藩
松
平
家
伝
来
の
大
名
行
列
図
を
全
て
大
き
い
た
め
当
館
で
も
展
示
が
難
し
く
、

展
示
す
る
目
的
で
、
「
行
列
を
組
む
武
士
全
て
の
展
示
は
平
成
四
年
以
来
２
回
目
の

た
ち
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
立
て
て
開
催
し
ま
こ
と
で
す
。
ご
覧
に
な
っ
た
皆
様
に
は
、
そ

し
た
。

の
迫
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は

江
戸
時
代
の
支
配
階
層
で
あ
る
武
士
た
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ち
は
、
移
動
や
旅
の
時
に
行
列
を
組
ん
で
ま
た
、
松
平
家
伝
来
の
火
消
川
の
纏
を

進
み
ま
し
た
が
、
こ
の
行
列
は
、
そ
の
主
初
公
開
し
た
ほ
か
、
同
じ
く
松
平
家
に
伝

人
の
武
威
や
格
式
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
わ
り
藩
主
が
用
い
た
乗
物
も
数
年
ぶ
り
に

り
、
単
な
る
行
進
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
展
示
し
ま
し
た
。
行
列
側
に
描
か
れ
た
黄

の
た
め
、
供
の
人
数
や
持
た
せ
る
道
具
の
料
の
実
物
を
一
緒
に
見
る
こ
と
で
、
歴
史
へ
の

椛
成
な
ど
に
細
か
い
決
ま
り
が
あ
り
、
そ
関
心
や
理
解
も
深
ま
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

の
決
ま
り
の
巾
で
で
き
る
限
り
立
派
に
兇
本
展
の
開
催
に
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た

せ
よ
う
と
競
い
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
方
々
や
会
期
巾
に
当
館
へ
お
出
で
に
な
っ
た

本
展
で
は
、
松
平
家
に
伝
わ
っ
た
各
種
帯
様
に
、
深
く
感
謝
巾
し
上
げ
ま
す
。

の
行
列
図
の
ほ
か
、
乗
物
や
熊
毛
槍
な
ど
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

昨
年
秋
の
特
別
展
は
、
当
館
に
あ
る
津

山
藩
松
平
家
伝
来
の
大
名
行
列
図
を
全
て

展
示
す
る
目
的
で
、
「
行
列
を
組
む
武
士

た
ち
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
立
て
て
開
催
し
ま

し
た
。江

戸
時
代
の
支
配
階
層
で
あ
る
武
士
た

ち
は
、
移
動
や
旅
の
時
に
行
列
を
組
ん
で

進
み
ま
し
た
が
、
こ
の
行
列
は
、
そ
の
主

人
の
武
威
や
格
式
を
体
現
し
た
も
の
で
あ

り
、
単
な
る
行
進
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
供
の
人
数
や
持
た
せ
る
道
具
の

椛
成
な
ど
に
細
か
い
決
ま
り
が
あ
り
、
そ

の
決
ま
り
の
巾
で
で
き
る
限
り
立
派
に
見

せ
よ
う
と
競
い
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
松
平
家
に
伝
わ
っ
た
各
種

の
行
列
図
の
ほ
か
、
乗
物
や
熊
毛
槍
な
ど

行
列
に
用
い
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
類

を
合
わ
せ
て
紹
介
し
、
武
士
の
行
列
を
通

し
て
江
戸
時
代
の
社
会
の
あ
り
よ
う
を
概

観
し
ま
し
た
。

特
に
、
松
平
家
が
Ⅲ
万
石
に
復
帰
し
た

直
後
の
入
園
行
列
図
は
、
横
長
の
ふ
す
ま

７
枚
に
仕
立
て
ら
れ
た
、
全
長
Ｂ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
巨
大
な
も
の
で
す
。
津
山
市

庁
舎
の
市
長
応
接
室
の
壁
紙
に
利
川
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
大
名
行
列
の
詳
細
を
視
覚

的
に
把
握
で
き
る
蛍
重
な
盗
料
と
し
て
注

Ⅱ
さ
れ
、
テ
レ
ビ
番
組
や
歴
史
雑
誌
で
も

Ｉ

』
示
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r一

し

特別展関連事業第１１０回文化財めぐり

を冊『出雲街道を歩く 産１(河辺～津山城下〕城河 Ｉ
１０月２９日

今回の文化財めぐりは､特別展｢行列を組む武士たち」の関連事業として開催しました。

特別展の展示資料に、津山藩主の参勤交代の様子を描いた行列図がありますが、津

山藩主の参勤交代には出雲街道が使われました。その出雲街道を、河辺から津山城下

まで実際に歩いてみようというものです。

友の会会員だけでなく一般市民の皆さんにもご案内したところ、３２名の方が参加さ

れました。当日は薄曇りで時折強い風に吹かれましたが、おおむね穏やかな天候でした。

史跡などの要所では、当館職員が簡単に解説をしながら、約４．７キロの道のりを無事

に歩き終えました。出発地点の河辺上之町では、地元の末沢敏男さんから、ご所蔵の

街道絵図の写しを見せていただきながら、詳しいご説明をいただきました。

短い距離ではありましたが、実際に歩いてみることで、参勤交代や当時の旅の苦労

に思いをめぐらすひと時になったのではないでしょうか。参加者の皆様、どうもありが

とうございました。

陰
川崎にて 西新町にて

今回のコース

略】

~、

－ノ
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〆一 －、

Ｌ－－

寄贈作品のご紹介画Ｉ

受け入れま

津山ゆかりの画家団米弘子氏から第１０回日本・フラ

ンス現代美術世界展でマイメリ社賞を受賞した「Land

scapeO822(回想の風景A)」を寄贈いただきました。

また、津山市在住の木工芸作家で日本工芸会正会

員の太田史朗氏から第１４回伝統工芸木竹展で入選し

た「黒柿造拭漆短冊箱」を寄贈いただきました。

『
専

一
》
《

■
一
訊
恥
学

」

＝＝勘込

自堅
室＝

園米弘子画

｢LandscapeO822(回想の風景Ａ)」
太川史朗作「黒柿造拭漆短冊箱」

し ノ

４

〆 ､

、

博物館実習

Ｌ ノ

塵雲 弓

中学生の職場体験を

１１月９日から１１日までの３日間、北陵中学２

年生2人を受け入れました。資料発送準備な

どの事務作業や和綴本の修復作業など、博物

館業務の一部を体験してもらいました。

実 生を

、ﾐﾐ尚Ａｉ
ー

８月２日から９日まで、博物館実習生を2人受

け入れました。博物館実習は、学芸員資格取

得のために必要な科目の一つです。

今年度は、夏休みの子供向け講座、特別

展用の写真撮影や資料整理など、学芸員とし

て必要な知識を得られるように、博物館の様々

な業務を手伝ってもらいました。

受け入れました 受け入れました



の
松
平
家
家
臣
の
菩
提
寺
で
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
小
泉
家
も
そ
う
し
た
家
の
一
つ
で

す
。
墓
標
の
前
面
に
は
夫
婦
二
人
の
法
名
が
、

背
面
上
部
に
は
「
小
泉
正
発
夫
婦
」
と
刻
ま

れ
、
そ
の
下
に
二
人
の
没
年
月
日
ら
し
き
日

付
が
二
行
に
わ
た
っ
て
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
が
誰
の
没
年
月
日
か
明
記
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
津
山
藩
士
の
「
勤
書
」
で
小

泉
家
を
調
べ
る
と
、
小
泉
兵
衛
と
い
う
人
物

が
天
保
２
年
（
１
８
３
１
）
９
月
型
日
に

死
去
し
て
お
り
、
こ
の
墓
標
の
背
面
右
の
日

付
と
一
致
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
兵
衛
は
通
称

い
み
な

で
、
墓
に
刻
ま
れ
た
正
発
が
諒
に
当
た
る
の

で
し
ょ
う
。
左
の
日
付
（
弘
化
２
年
〔
１
８

４
５
〕
正
月
〃
日
）
は
妻
の
没
年
月
日
で
、

妻
の
没
後
に
夫
婦
墓
と
し
て
立
て
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

勤
書
に
よ
れ
ば
、
小
泉
兵
衛
は
、
文
化

研究ノート 津博２０１７．１Ｎｏ．９．１

垣
③

は
じ
め
に
（
墓
標
の
変
遷
）

墓
標
と
い
え
ば
、
石
造
の
四
角
柱
の
も
の

を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
現
代
で
は
、
故
人
の
生
前
の
趣
味
・
噌

好
に
関
わ
り
の
深
い
物
孝
と
か
た
ど
っ
た
墓

標
も
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

近
年
で
は
墓
を
立
て
な
い
と
か
、
あ
っ
て
も

入
ら
ず
に
散
骨
や
樹
木
葬
な
ど
の
自
然
葬

を
選
択
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
も
言
わ

れ
ま
す
。

そ
も
そ
も
墓
標
と
は
、
死
者
の
遺
体
を
埋

葬
し
た
土
地
の
上
に
立
て
る
一
種
の
標
識
、

つ
ま
り
「
墓
じ
る
し
」
で
す
。
墓
碑
と
い
う

言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
墓

の
側
や
前
に
立
て
ら
れ
る
も
の
で
、
厳
密
に

は
墓
標
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す

が
、
現
代
で
は
ほ
ぼ
同
義
の
語
と
し
て
一
般

に
通
用
し
て
い
ま
す
。

現
代
の
墓
標
の
起
源
は
、
死
者
の
供
養
の

た
め
に
立
て
ら
れ
た
仏
教
的
な
供
養
塔
で

そ
と
ぱ

あ
り
、
中
世
初
め
頃
の
石
造
の
卒
塔
婆
や
五

輪
塔
に
さ
か
の
ぼ
る
と
言
い
ま
す
。
そ
の
後
、

宝
薩
印
塔
や
多
宝
塔
の
も
の
も
現
れ
ま
す

が
、
近
世
に
入
っ
て
庶
民
の
墓
に
も
石
塔
が

立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
板
状
の
石
卒

塔
婆
型
が
主
流
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
頭
頂
部
は
三
角
に
尖
っ
た
形
か
ら
円
く

な
り
、
板
状
の
薄
い
も
の
か
ら
分
厚
い
角
柱

型
へ
と
変
化
す
る
過
程
で
、
仏
を
表
す
焚
字

や
法
名
の
表
記
か
ら
単
に
俗
名
の
み
の
表

記
へ
と
変
わ
る
な
ど
、
仏
教
的
な
供
養
塔
の

津
山
城
下
の
変
わ
っ
た
形
の
墓
標

要
素
が
消
え
失
せ
て
、
代
わ
り
に
死
者
個
人

の
顕
彰
・
記
念
碑
的
な
性
格
が
強
ま
り
、
四

角
柱
の
石
に
「
○
○
之
墓
」
と
刻
む
墓
標
が

一
般
的
と
な
り
現
代
に
至
っ
て
い
ま
す
（
以

上
、
斎
藤
忠
著
一
墳
墓
』
１
９
７
８
年
・
近

藤
出
版
社
、
土
井
卓
治
著
『
葬
送
と
墓
の
民

俗
』
１
９
９
７
年
・
岩
田
書
院
を
参
照
）
。

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
四
角

柱
型
で
な
い
独
自
形
式
の
墓
標
は
、
ご
く
最

近
の
流
行
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
墓
標
を
独
特
の
形
に
し
よ
う
と
い
う
試

み
は
、
ど
う
も
早
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

筆
者
が
最
近
存
在
を
知
っ
た
、
変
わ
っ
た
形

の
墓
標
を
紹
介
し
ま
す
。

小
泉
正
発
夫
婦
の
墓
標

こ
の
墓
標
（
写
真
１
）
は
、
津
山
市
小
田

中
の
本
源
寺
の
境
内
墓
地
に
あ
る
も
の
で
、

小
泉
正
発
夫
婦
の
墓
標
で
す
。
旧
津
山
藩
士

の
あ
る
家
を
調
査
す
る
必
要
か
ら
、
本
源
寺

の
華
山
住
職
に
墓
地
を
ご
案
内
い
た
だ
い

て
い
た
時
に
「
実
は
こ
ん
な
お
墓
が
あ
る
の

で
見
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」
と
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
円
筒
の
側
面
の
や
や
下
寄
り
が
外
に

膨
ら
み
上
下
が
次
第
に
細
く
な
っ
て
い
て
、

紡
錘
形
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
と
て
も
不

思
議
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
い
っ
た
い
、
こ

れ
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

ま
ず
、
被
葬
者
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
本
源
寺
と
い
え
ば
、
津
山
藩
主

森
家
の
墓
所
と
し
て
有
名
で
す
が
、
そ
の
後

写真１：小泉正発夫婦の墓標

（本源寺境内）
前面の銘文：一陽軒天道宗奇居士

瑞雲院祥室阿慶大姉

背面の銘文：

小泉正発夫婦蕊三苦鱒鮮溺
小
島
徹

３
『
一

一
読

。
》
》
【
七
一
■
●
二

雪

一 一●一一

牌
年
（
１
８
１
７
）
５
月
５
日
か
ら
文
政や

ま

７
年
（
１
８
２
４
）
８
月
型
日
ま
で
、
大

と和
流
の
弓
術
師
役
を
務
め
て
い
ま
す
。
筆
者

も
学
生
時
代
に
弓
道
を
晴
ん
で
い
た
た
め
、

気
付
く
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と

か
ぶ
ら

す
る
と
、
こ
の
墓
標
は
、
鏑
今
と
か
た
ど
っ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
。

鏑
と
は
、
矢
の
先
端
に
取
り
付
け
て
用
い

る
も
の
で
す
。
形
は
特
に
決
ま
っ
て
は
い
ま

せ
ん
が
、
お
お
よ
そ
円
筒
形
ま
た
は
紡
錘
形

で
、
数
か
所
に
穴
が
開
い
て
い
て
、
こ
れ
を

取
り
付
け
た
矢
を
鏑
矢
と
言
い
ま
す
。
鏑
矢

を
弓
に
つ
が
え
て
放
つ
と
、
ヒ
ュ
ー
と
い
う

よ
う
な
音
が
鳴
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
戦
闘

開
始
の
合
図
と
さ
れ
た
り
、
そ
の
音
に
魔
物

を
は
ら
う
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
儀
式
に
お
け
る
魔
除
け
に
用
い
ら
れ

た
り
し
ま
し
た
。
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写真２：鏑矢の図解（当館蔵土岐家資料内）

写真４：山田氏夫婦の墓標
（千光寺境内）

写真５：本多監物重威の墓標
（千光寺境内）

肯里 赤白 妄

そ
の
他
の
独
自
形
式
の
墓
標

で
は
、
江
戸
時
代
の
墓
標
で
他
に
独
自
形

式
の
も
の
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
今

の
と
こ
ろ
、
筆
者
が
津
山
城
下
で
確
認
し
て

い
る
の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

い
ん

小
泉
家
と
同
じ
く
松
平
家
の
家
臣
で
、
印

さ
い西

派
の
弓
術
師
役
を
２
代
務
め
た
土
岐
家

に
伝
わ
る
弓
術
関
係
資
料
（
当
館
蔵
）
の
中

に
、
鏑
矢
を
図
解
し
た
絵
（
写
真
２
）
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
絵
の
鏑
と
、
小
泉
兵
衛
正
発

の
墓
標
を
見
比
べ
る
と
、
よ
く
似
た
形
で
あ

る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ

う
。
し
か
も
、
こ
の
墓
標
を
注
意
深
く
観
察

す
る
と
、
下
部
に
四
角
い
彫
り
込
み
（
写
真

３
）
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
鏑
に
開
け
ら
れ
た

穴
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
墓
標
の
形
は
、
故
人
の

特
技
で
あ
っ
た
弓
術
に
ち
な
ん
で
選
ば
れ

た
も
の
な
の
で
す
。
墓
標
に
は
、
立
て
ら
れ

た
日
付
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
も
夫
婦
が

こ
の
世
を
去
っ
て
か
ら
数
年
の
う
ち
に
立

て
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
の

う
ち
に
で
き
た
独
自
形
式
の
墓
標
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

乍
一
ｌ
侭
一声

肘
馨
同
笈
吋
典
嘩
“
寸
瞳

聾
《
″
・
蒔
紗
一
仏
竺
人
一
一
す
る
農

寸
と

墓
９
，
賂
患

，
鴬
Ｉ
鍵
息

〆

､錘ﾐ墨雲唾の
や
ｂ
ｆ
曇

基
側
ヴ
、
ふ
く
の
津
鴬
当
志
ｒ
』
霧
人

弱
愈
鶴
泳
羽
逗
難
澱
み
雄
泌
の
鋸
餐
凪
珍
懲

小
金
ｑ
ワ
ア
ヘ
ー
Ｉ

一房

震
ｵﾆ

ﾘ

②
同
寺
境
内
の
本
多
家
墓
標
（
写
真
５
）

剣
か
槍
を
か
た
ど
っ
た
よ
う
な
形
で
青

銅
製
。
台
石
も
一
番
上
は
六
角
形
で
、
そ
の

中
央
か
ら
伸
び
た
細
い
円
柱
と
円
板
の
上

に
、
剣
先
が
載
る
も
の
。
被
葬
者
は
本
多
監

物
重
威
で
、
幕
末
に
活
躍
し
た
松
平
家
の
重

臣
。
剣
術
や
槍
術
に
秀
で
て
い
た
と
想
像
さ

れ
ま
す
が
、
詳
細
な
経
歴
は
不
明
。
な
お
、

背
面
に
百
済
助
順
と
い
う
鋳
造
者
名
が
あ

り
、
津
山
で
名
の
通
っ
た
鋳
物
師
が
手
掛
け

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

①
千
光
寺
境
内
の
山
田
家
墓
標
（
写
真
４
）

石
で
酒
樽
を
か
た
ど
っ
て
彫
り
出
し
た

も
の
。
被
葬
者
は
、
と
も
に
宝
暦
年
間
に
亡

く
な
っ
た
山
田
氏
夫
婦
。
円
い
墓
標
の
側
面

に
刻
ま
れ
た
銘
文
に
よ
る
と
、
夫
は
た
い
そ

う
酒
好
き
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
唱
回

忌
に
夫
婦
の
子
供
が
立
て
た
と
の
こ
と
。

固
●

写真６：正木兵馬輝雄の墓標
（長安寺境内）

③
長
安
寺
境
内
の
正
木
家
墓
標
（
写
真
６
）

平
た
い
自
然
石
を
台
石
と
し
、
台
形
の
鉄

の
台
上
に
、
不
等
辺
七
角
形
の
鉄
製
の
板
が

載
る
も
の
。
板
の
前
面
の
周
囲
に
は
雷
紋
が

施
さ
れ
、
鉄
の
台
の
前
面
に
は
、
波
涛
と
２

頭
の
龍
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
被

葬
者
は
松
平
家
の
家
臣
で
、
兵
学
者
な
が
ら

美
作
の
地
誌
「
東
作
誌
」
を
編
集
す
る
な
ど

文
才
に
優
れ
た
正
木
兵
馬
輝
雄
。
何
を
か
た

ど
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
非
常

に
不
思
議
な
形
の
墓
標
で
す
。

篭呂‘

写真３：墓標下部の彫り込み

言
認
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禁
令
と
墓
標
の
形
へ
の
意
識

墓
標
の
形
は
、
お
お
ま
か
に
は
「
は
じ
め

に
」
で
紹
介
し
た
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
る
の

で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
地
域
差
や
身
分
に
よ
る

差
異
も
あ
り
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
墓
標
の

形
そ
の
も
の
を
制
限
す
る
よ
う
な
禁
令
の

存
在
は
確
認
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
天
保
２
年

Ｔ
８
３
１
）
４
月
に
幕
府
が
出
し
た
触
書

で
は
、
百
姓
・
町
人
が
身
分
不
相
応
の
大
掛

か
り
な
葬
儀
を
営
み
壮
大
な
墓
標
を
立
て
、

法
名
に
院
号
・
居
士
号
を
付
け
る
の
を
禁
じ

て
い
ま
す
言
御
触
書
天
保
集
成
』
五
五

五
一
番
文
書
）
。
こ
の
触
書
の
中
に
、
形
の

制
限
に
関
す
る
文
言
が
な
い
の
は
、
ど
の
よ

う
な
形
の
墓
標
で
も
自
由
に
立
て
て
よ
か

っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
の
一
般
的

ご
教
示
を
乞
う
～
む
す
び
に
代
え
て

以
上
、
偶
然
に
出
会
っ
た
鏑
型
の
墓
標
を

紹
介
し
な
が
ら
、
墓
標
の
形
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
加
え
て
き
ま
し
た
。
結
局
、
独
自

形
式
の
墓
標
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か

け
で
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
非
常
に

興
味
を
引
く
問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
管
見

で
は
全
く
手
掛
か
り
が
見
え
な
い
状
況
で

す
。
そ
こ
で
、
こ
の
件
に
関
す
る
情
報
を
広

く
集
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
近
所
で
見
掛

け
た
独
自
形
式
の
墓
標
の
情
報
で
も
、
参
考

文
献
の
ご
教
示
で
も
、
何
で
も
結
構
で
す

（
た
だ
し
、
墓
標
は
江
戸
～
明
治
初
期
に
限

り
ま
す
）
。
筆
者
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
て
、
む
す
び
と
し
ま
す
。

凶Ｉ

ﾛヂ

Ｉ

;fｉ

＝一手

７

Ｉ

な
形
式
に
の
っ
と
っ
て
立
て
る
の
が
当
然

と
考
え
ら
れ
、
独
自
の
形
を
選
ぶ
こ
と
な

ど
想
定
し
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
「
は
じ
め
に
」
で
確
認
し
た
と
お

り
、
外
形
が
変
化
す
る
に
従
っ
て
仏
教
的
な

要
素
が
失
わ
れ
て
い
く
墓
標
で
す
が
、
そ
れ

で
も
や
は
り
墓
標
を
立
て
る
目
的
は
死
者

の
供
養
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現

代
で
あ
れ
ば
、
故
人
の
好
き
な
物
一
江
か
た
ど

っ
た
墓
標
が
死
者
の
供
養
に
つ
な
が
る
と

い
う
考
え
も
尊
重
さ
れ
ま
す
が
、
江
戸
時
代

は
死
者
の
葬
送
・
供
養
に
関
す
る
風
習
・
習

俗
も
今
以
上
に
厳
密
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
し
き
た
り
を
破
る
こ
と
に
は

か
な
り
の
抵
抗
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
江
戸
時
代
に
立
て
ら
れ
た
独
自
形
式

の
墓
標
を
見
る
際
、
そ
う
し
た
時
代
背
景
へ

の
考
慮
を
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

ま
す
。

詩
凶

一面ﾏヨ

鐸鵡一一
ｍ

一
－ －

」
ー

毎
画

現
時
点
で
確
認
済
み
の
墓
標
は
い
ず
れ

他
の
弓
術
師
役
の
莫
一
標

そ
れ
か
ら
、
松
平
家
の
家
臣
で
あ
れ
ば
菩

提
寺
が
わ
か
る
の
で
、
他
の
弓
術
師
役
の
墓

標
も
気
に
し
て
調
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
移

転
し
た
り
無
縁
状
態
で
寄
せ
墓
あ
る
い
は

撤
去
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
か
、
弓
術
師
役

全
型
名
の
う
ち
、
今
の
と
こ
ろ
小
泉
兵
衛

を
含
め
て
４
家
５
名
し
か
確
認
で
き
て
い

ま
せ
ん
（
小
泉
以
外
の
墓
標
は
写
真
７
～

９
）
。
引
き
続
い
て
調
べ
る
つ
も
り
で
す
が
、

旧
藩
士
族
で
今
な
お
津
山
に
居
住
し
て
い

る
家
は
、
全
体
か
ら
す
れ
ば
ご
く
わ
ず
か
と

思
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
以
上
の
確
認
は
難

し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
、
そ
の
当
時
よ
く
立
て
ら
れ
た
一
般
的
な

形
式
で
あ
り
、
小
泉
兵
衛
の
よ
う
に
弓
目
蚕
症

か
た
ど
っ
た
墓
標
は
他
に
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

房
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写真８：柴山遊翁夫婦の墓標
（成道寺境内）

a

ijル《
雲

、 ＝ 一 一 一 、ヨ

柴山家も古い墓標は全て寄せ集

められています。中の方は銘文の

確認ができないのですが、たまたま

端にあった墓標の側面に「柴山遊

翁」の名を読み取れました（前から

2列目左端)。これは、文政～天保

年間（1819～39）に印西派師役を

務めた柴山勇記の隠居後の号です。

写真７：土岐家の墓標群
（本源寺境内）

写真９：村山束夫婦の墓標
（長安寺境内）

土岐家の幕末以前の墓標は墓域の隅に寄せ集めら

れています。このうち、右から3番目が三太左衛門、４

番目が半左衛門のものと思われます｡この2人は親子で、

寛延～文化年間（1748～１８１０）の長きにわたり、２

代続けて印西派の弓術師役を務めています。

村山束は、幕末（１８５６～）に

大和流の師役を務めた人物で、そ

の当時は九郎左衛門と名乗り、明

治維新以降に束と改名したようです。

墓標の側面に夫婦それぞれの略歴

が刻まれ、弓術師役のことも触れて

あります。
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1k盈圃カレンダー
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中学生以下・障害者手帳を提示された方・

市内在住の65才以上の方は、入館料が無料です。

江戸一目図扉風の実物を４月１日(土)～５月7日(日)の日程で展示いたします。みなさまどgうぞ足をお運びください。

Ｖ
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博物館キャラクター
｢鶴若Ｉ

方住内在住の65才以上の方は、入館

■留守LⅡ』ざダム'

た

ご好評をいただいております「津山松平藩町奉行||記」ですが、バックナンバーの売り切れ等もあり、みな

さまにはご迷惑をおかけしております。そこで、バックナンバーにつきましては、当館のホームページで公開をす

ることになりました。

当館ホームページの「お知らせ」の中の町奉行日記公開についての記事をｸﾘｯｸいただけると該当のぺ－
ぐず'一錘'帝1,1士.÷Ｉ配恥１里ロ,Ｔｌ冒瑞吟愛、Ｉ辱霊調『挙鍵唾Ｋｒ蕊寄ＷＺ零宙玩詞

ジに移動します。間…'燕剥騨溺畷…苧彊
舟

り

さ

盃句I』豆手首訂し唾垂記暮粍

■

五 色 も

ｎ
》
》

》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》

一
一
一
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》

一
一
》
一
塁
》

一
』
》

望
一
一
一
塁

型
。
》
韮

遮
識

蕊
・
一
博

L

ノ

幻画晶ゼ

の

し

層

蕊…
鐘塾蝿｡

Ｌ▲

譜穏善…"豊鍾＝貧こちらをクリック：

＝…し今;…
２認捲些

繍 摺

塾は、津山松平語の槍印で剣大といい、現在津山市の市章となっています。

で

博物館だより｢つはく」
Ｎｏ．９１平成２９年１月１日

入館のご案内
[開館時間］午前９:００～午後５:００

[休館日］毎週月曜日･祝日の翌日

年末年始(１２月２９日～１月３日)･その他

[入館料］一般…200円(30人以上の団体の場合160円）

高校･大学生…１５０円(30人以上の団体の場合120円）
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